
「気候変動の現状と適応について」

国立環境研究所気候変動適応センター
センター長向井人史

（13：40～14：40）



ここでいう
気候変動とは
何でしょうか



恐竜の絶滅とか関
係がある？



Don't Choose Extinction - UNDP | United Nations | Jack 
Black | Climate Action - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3DOcQRl9ASc


アレニウスによる温室効果の推定

1896年 CO2濃度が2-3倍になった時の地球の
温度上昇を始めて推定した。（例えば、5-9度）

彼は氷河期－間氷河期サイクルの理由としての二酸化炭素の
影響を探っていた

地球温暖化問題のはじまり

Wikipedia



1930年代にカレンダーさんが

19世紀に世界の気温が上昇していることを示し、
それが工業の発展に由来する石炭、石油の燃焼に
よるCO2の濃度増加が原因であろうと推論した



真鍋淑郎さん
1967年に発表した論文で、真鍋さんは二酸
化炭素の濃度が2倍になると、地球の平均
気温がおよそ2.3度上がるとした。



地球の大気中の二酸化炭素濃度は0.03％
程度ということが知られてはいたが

•それまで正確な測定ができなかった。

•キーリング博士は新しい測定方法を用いてカリフォルニアでの
観測した結果、季節変動と年増加が初めて観測された。

•ハワイと南極での観測を提案1957年から観測開始

ESRL Global Monitoring Laboratory - Mauna Loa 
Observatory (noaa.gov)

https://gml.noaa.gov/obop/mlo/


故障



沖縄県

北海道

国立環境研究所
地球環境研究センター

NOAAデータ参照



IPCC 第5次報告書
自然科学的根拠 技術要約

過去1100年程度の気温の変化の推定（IPCC)
1万年前
最終氷河期の終了
海水面上昇
数十～120ｍ
間氷期

縄文時代
7000年前
縄文海進数ｍ
日本人口26万程度

弥生時代
海岸線が後退

平安時代
すこし温かい



気候変動枠組み条約 1994年
•温室効果ガス濃度を安定化させる

１９９５ 第1回条約締結国会議（COP1）がベルリンで開催

１９９７ 第3回 COP3 京都議定書が採択された

２０１５ COP21 パリ協定採択 (2020年スタート）

２０２１ COP26 イギリス

1988年 IPCC設立
(気候変動に関する政府間パネル=＞各国からの研究者の集まり）

1990年 第1回目のIPCC報告書



気候変動対策の２つの考え方「緩和」と「適応」

「緩和」mitigation 「適応」Adaptation

影響 影響



気候変動の「緩和」策と「適応」策の関係

削減シナリ
オ４種

パリ協定

IPCC報告書

適応が
必要

適応が現実で
はないかも



各シナリオにおける二酸化炭素排出量の推移
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1.5度目標

2度目標

RCP2.6

RCP8.5

RCP4.5

RCP7.0
排出量がマイナス！

IPCC 6次報告書 SPM

2050年にゼロ



１．５度目標

2度目標

ここ10年が勝負になるだろう
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京都議定書

パリ協定



緩和策と適応策の両方が必要

「緩和」

「適応」

持続可能性を考えるならば

影響



CO2濃度は限界に近付いている

• 10年でCO2発生量を今の半分にして、20年で発生量を
ゼロかさらにマイナスにしなければいけない。

•それでも、1.5~2度Cの温度上昇は起こる！

•適応は必ず必要



2016 20182015

「気候変動の影響への
適応計画」 策定

12月1日
「気候変動適応法」施行

IPCC

1988 1992

「気候変動枠組み条約」採択

1997

COP3
「京都議定書」採択

COP21
パリ協定合意

2008-2012 2019 2020

京都議定書
第一約束期間

パリ協定による
削減開始

1998

「地球温暖化
対策推進法」

「地球温暖化
対策計画」

2030

46％削減目標緩和策

適応策

【気候変動に関する動き】

対策の両輪



全国民に告ぐお触書
（気候変動適応法施行）（2018.12）
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気候変動に「適応」！

広島のみなさんも、

新しい考え方を取り入れよう

言葉や考え方を知って適応行動や事業活動に生かしましょう

＝＞

備えることで将来のプラスに！



まず、どんな影響があるのか？

すべてわかっているわけではない。

そこがみんな知りたい

しかし

これは困った
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①農林
水産業

②水環境
水資源

③自然
生態系

④自然災害

⑥健康

⑤産業
経済活動

⑦国民生活

気候変動影響や適応の7つの分類

塩水遡上



2~3℃上昇

1~2℃上昇

4~5℃上昇

5℃以上

将来の気温上昇予測例

RCP2.6 RCP8.5



将来の熱中症搬送者数予測（MIROC5）
（基準期間1981-2000年との差）

RCP2.6 RCP8.5

RCP2.6 RCP8.5



国土交通省防災・減災対策本部会議- 国土交通省

水災害に関する将来評価

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/4kai/index.html


緩和と影響・適応の性質は少し違う

●温室効果ガスの排出量削減

＝＞グローバルに濃度が変化する

●気候変動影響というものは、非常に地域性が大きい

＝＞地域ごとに影響の大きさの評価と適応策が必要



次に

「適応する」という言葉を深く理解しよう



「適応する」

• 何らかの状況にふさわしいことや合致していることを指す言葉

• 生物学・生態学において、生物種がある環境のもとで生活するのに有利な形
質を持っていること、あるいは生存や繁殖のために有利な形質を持っている
ことを言う。

• 医療分野においては、治療や検査など医療行為の正当性、妥当性を意味する。

• 心理学における適応とは、一般的な社会生活を問題なく送れること。適応障
害も参照のこと。

WIKIPEDIAより



a適応、b適用、c摘要

• 8月以降に申し込んだ場合でも、新しい料金プランは〔 〕される

• それぞれの能力に〔 〕した教育を進めていくことが大切だ。

• コンピューターにおいて不具合が生じたので、パッチを〔 〕した。

• 文章が長いので、条約の内容を〔 〕する。

• 「健康保険〔 〕がある」とは、医療費の一部または全部が保険から支
払われ、保険者や被保険者（診療を受けた者、患者）の負担が軽減する状
態を指す。



適応

英語：Adaptation

良くわかる使い方として、

AC アダプターAdapter

通常AC(交流）１００Vを例えば１６VDC（直流）に直してPCに電気を供給するもので、
PC側に合うように、家庭電源を、直流に直す道具を指しています。
ACを適応させるという意味合いになります



起こり始めている気候変動

と

私たちの暮らしへの影響



世界では、、、、



世界における年平均気温の上昇

• 1891年の統計開始以降、2016年を上回り最も高い値

出典：気象庁HP 世界の年平均気温（http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html）

世界全体で暑かった年

①2020年（+0.47℃）
②2016年（+0.45℃）
③2019年（+0.42℃）
④2015年（+0.42℃）
⑤2017年（+0.38℃）

年平均気温は
100年あたり約0.75℃の割合で上昇 細線（黒）：各年の平均気温の基準値※からの偏差

― 太線（青）：偏差の5年移動平均
― 直線（赤）：長期的な変化傾向

※基準値は1981〜2010年の30年平均値

世界の年平均気温偏差
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カナダで49.5度、3日連続で観測史上最高気
温更新2021年6月30日 9:51（BBC）

CNN 

記録的熱波のカナダ西部州、４日間で２３０人以上死亡

WMO ツイッター
北西アメリカ、西カナダで熱波
6/30

3
5



オーストラリアの乾燥化と大規模火災２０１９ 3
6



インドネシアの洪水
インドーヒマラヤの氷河の崩壊と洪水

3
7







北極海での海氷面積
(最小値）
NASA

4
0



ドミノ倒しのように
温暖化が加速する？
不安定な？地球のシステム

気候変動の不安定性の指摘

Steffen, W., Rockström, et al. (2018) Trajectories of the 
Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the 
National Academy of Sciences (USA), 

4
1



COP27

気候災害が大きくなっている
「損失と損害」について
議論すべき



日本での動き



日本の観測結果：平均気温・大雨の回数

• 年平均気温は、100年あたり1.24℃の割合で上昇

• 年降水量は、短時間強雨や大雨の発生が増加している一方、降水日数が減少する傾向

出典：環境省 気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート2018～日本の気候変動とその影響～ (https://www.env.go.jp/press/105129.html)
（左図）気象庁 日本の年平均気温（http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html）
(右図）気象庁 気候変動監視レポート2017 (https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html)、全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト (https://www.jccca.org/chart/chart06_05.html)

大雨の年間観測回数日本の年平均気温偏差の経年変化
（1898〜2019年）

※大雨…日降水量400㎜以上

44



日本の観測結果：真夏日・猛暑日

• 統計期間1910～2019年における、日最高気温が30℃以上の真夏日、35℃以上の
猛暑日の年間日数はともに増加

• 真夏日は100年あたり6日増加、猛暑日は1.8日増加

出典：（左図・右図）気象庁 大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html）

※1地点あたりの年間日数。棒グラフは各年の値、青線は5年移動平均、赤線は期間にわたる変化傾向を示す。

〔全国13地点平均〕真夏日の年間日数 〔全国13地点平均〕猛暑日の年間日数
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自然災害・沿岸域

• 総降雨量の大きい豪雨や数時間

続く高降雨強度の豪雨の発生

• 豪雨の頻度の増加に伴う、土砂

災害の激甚化

• 最近毎年の土砂災害はこれまでの

平均を常に超えている

既に現れている土砂災害への影響

46
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広島の暮らしと気候変動

• お好み焼き

• 日本酒ー西条、東広島

• 米

• 三好ーブドウ、ワイン

• 帝釈峡

ー紅葉とか、スキーは？

• 川からの栄養供給、

• 土砂崩れなど災害

• 鞆の浦

• タコ飯

• 宮島

• 広島菜

• 穴子

• 牡蠣

• コイワシ刺身

• 府中味噌

• 広島らしいもの

• 自然生態系

• 地場産業

どういうリスクがあ
るのか

細かく調査が必要

●気候変動適応センター
県の各種調査機関

●長野では、高校生に地場産業
に対する気候変動影響を調べる
学習を行っている

例えば



広島県はレモンをはじめ、かんきつ類生産が多い 49

出典：食品データ館 https://urahyoji.com/foods47-34-hiroshima/

果樹生育や品質に、温度、降雨、暖冬など影響
レモン生産量

国産レモンの需要の高まり



農業、森林・林業、水産業

出典：気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT) 気候変動の観測・予測データ (https://adaptation-platform.nies.go.jp/map/estimate.html)

将来予測されるコメへの影響（広島県）

• 厳しい温暖化対策をとらなかった場合、品質を保つことを重視した時のコメの収穫量は、多くの
地域で減少がみられる

厳しい温暖化対策をとった場合 厳しい温暖化対策をとらなかった場合

21世紀末のコメ収量（品質重視）の将来予測

50



各種の事業への想定される影響例

51

ジャガイモの被害（北海道）
＜8月~10月収穫＞

2016年9月台風が北海道へ

ジャガイモの不足、高騰
北海道工場の被害

2017年
ポテトチップスの販売中止
カルビー、湖池屋

カルビー広島西工場
ポテトチップス
瀬戸内限定レモン味も含まれる

外国から輸入すればいいというわけではない：
原材料が海外に依存したものの例としての小麦

香川県の8割程度は、オーストラリア産小麦が使われている場合の干ばつのリスク



井伏鱒二

•山椒魚は悲しんだ。

＝＞ほんとうに出られなくなる？
＝＞近年の豪雨で流される？



http://www.asazoo.jp/animal/blog/amphibian/post-512.php



令和２年７月の豪雨による日本の被害

【人的被害の状況】

死者 行方不明者
負傷者

重症 軽傷

全国計 84 2 23 54

球磨川氾濫による冠水
（熊本県人吉市）

【住家被害の状況】

全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水

全国計 1,621 4,504 3,503 1,681 5,290

【河川の堤防決壊等】
球磨川・筑後川等（九州地方）、飛騨川等（岐阜県）、
江の川（島根県）等

※2021年1月7日14時現在（内閣府）

西日本の広い地域で1000mm超、
長野・高知では2000mm超も観測

土砂崩れ（広島県広島市安芸区）

※2021年1月7日14時現在（内閣府）

7月3日(金)以降、日本付近に停滞した前線の影響で、広い範囲で大雨となった。今回の大雨では、線状降水帯が複数の地域で局地的・
集中的に長時間継続したことなどにより大河川を含む多くの河川で氾濫が発生、土砂災害も多発したなど広い範囲で顕著な被害をもた
らした極めて特異な豪雨となった。

出典：気象庁 令和２年７月豪雨の事例における雨量等の予測と実際の状況等について（速報）、国土交通省中国地方整備局 平成30年7月豪雨 ～中国地方整備局 災害対応の記録～（土砂崩れの図） 、内閣府 令和２年７月豪雨に
よる被害状況等について（令和3年1月7日14時00分現在）、防災科研 令和2年7月豪雨による熊本県人吉市および球磨村渡地区の洪水被害の特徴（洪水被害の図）

洪水被害（熊本県球磨村渡地区）

【降水の状況】





昭和7年~43年





過
去
の
気
候
と
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っ
て
い
く
！



気象庁資料





太田川水系
流域治水プロジェクト

•気候変動による流量
の増加を想定

•流域全体で、洪水等
の被害を最小化

国交省流域治水資料



適応の考え方の鉄則は以下の通り

自分と関係する場所はどこにある？

現在や将来の気温、湿度の状況を調べる

●必要なのは影響リスク（危険性）を低減する対処＝「適応」である

洪水

曝露

脆弱性を下げる

暴露を下げる

主要機能を2階以上に
あげておく
地面を上げる
逃げ場の確保
逃げる準備と訓練

堤防
各種貯留施設
（ダム、遊水地、
田んぼダム）

場所の移動

古い木造１階
高齢者、子供

川に面している
低地、堤防がひくい
排水施設が不十分
危険区域に住んでいる



NHK



国交省流域治水資料



自然生態
系はどう
する？

自然保護や監視が重要

広域の変動に対しては
対策が困難



「生物季節」がずれる問題
＝＞フェノロジカルミスマッチ（Phenological Mismatch）

•鳥が渡ってきても、エサの虫がいない

•花が咲いても、昆虫がおらず受粉できない

•いつ？桜、セミ、カエル

生態系の大きな変化、農業、林業などにも影響していく



生物季節観測
〇みんなの力で、
気象庁の生物季節観測を継続する
プロジェクトを立ち上げています。
身近な生物（植物、動物）

https://www.youtube.com/watch?v=B9bQj_JQt8Y

気象予報士
森田正光

https://adaptation-
platform.nies.go.jp/plan/institute_information
/information_01.html







海洋に境界がないので温暖化によって生態系が移動しやすい

植食性の魚類が北に移動中 沿岸の藻場が減少して生態系が変化している
＝＞漁業に大きな影響

⚫ 海苔の養殖
にも影響が
大きい

⚫ イセエビ、アワ
ビなどの漁獲
量が減少
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瀬戸内海の温度上昇に伴う藻類食魚の増加予測

71

ワカメ、海苔の食害



神奈川県水産技術センター

植食動物を利用する新しい試み

魚の商品化 ムラサキウニの利用＝＞キャベツウニ

72



広島の牡蠣への影響はあるのか？

73

• 高温によるへい死

• 採苗時期の早期化と時期の変動の増大

• 降雨による河川氾濫の影響

• 水質の悪化

• 海水酸性化の影響

オレゴン州の牡蠣



IPCC 第5次報告書
自然科学的根拠
技術要約

海面水位は少しずつ
上がってきている







（Wikipedia）

ラムサール条約湿地 宮島
(環境省）



将来気候の変動の影響というものにより、

昔は普通だと思っていた感覚が裏切られることになる
かもしれない

普通にできると思っていることが、
環境が変化してうまくいかない！？



気候変動時の桃太郎



おじいさんは山に柴刈りに行きましたが、このところの熱波で、、、、

A-PLAT、
①気候変動適応とは何？「ここが知りたい温暖化適応編」



おばあさんは、川に洗濯にいきましたが、このところの大雨で、桃は流されて、、、

A-PLAT、
①気候変動適応とは何？「ここが知りたい温暖化適応編」



気候変動に適応するということは？

•変化する気候による環境やその影響に対して、意
識的に行動や様式、システムを変化させたりする
ことで、その影響を回避したり、縮小する活動。



日傘

いつもより水をのむ

体力をつける

家で洗濯する

川幅拡張工事



気候変動しても桃太郎は成立



A-PLAT ココが知りたい（適応編）
気候変動適応とは何か？



広島県：気候変動適応計画にあるキーワード 86

農業：収穫量推移と品種改良。水稲「恋の予感」「あきさかり」高温耐性米、レモン適地の拡大、
病害虫

自然生態系：猪、ニホンジカの繁殖モニター、外来種の侵入

自然災害・沿岸域：「みんなで減災」自主防災組織、河道拡幅、浚渫、防災情報、海面上昇、
土石流・がけ崩れ災害のハード・ソフト対策

健康：熱中症、普及啓発活動、デング熱

県民生活：都市部ヒートアイランド、熱ストレス・睡眠阻害、不快指数、クールビズ、クールシェア

◎気候変動適応計画は定期的に見直されるものです



A-PLATに来てみてつかぁさい。
えっと役に立つ情報があるんじゃけぇ。

• 気候変動の今後の予測シナリオ

• 国の気候変動影響報告書、適応計画、

• 適応策データベース

• 適応策のインフォグラフィック

• 自治体の適応計画

• 企業の気候変動施策、適応ビジネス

• インタビュー

• 適応に関する研究

• 適応に関すアウトリーチ素材



• 現在の私たちは “気候変動”の入り口に立っているが、ここ2000年間
を考えると、経験がなく、知恵が不足。

• 私たちの生活や生存への影響はとても大きくなる可能性

• 「適応」とは、今後数十年で変化する気候にあわせて、私たちの生
活や行動、社会を自ら変化させ、安定的に暮らしを持続させる活動

• 各分野において「適応」の考え方は必要

• すぐにできる適応もあれば、計画的にすすめる適応もある。

• 将来の予測は完全ではない。個別判断や、適宜見直しが重要

• 行政機関等における情報収集や広報機能が今後さらに重要

我々の状況と適応


